
「
軽
み
」
の
目
指
す
も
の

景
気
と
光

齋
　
藤

孝

問
題
意
識

　
芭
蕉
は
　
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
幾
た
び
も
作
風
を
変
え
て
い
る
。
そ
し
て
最
晩
年
の
数
年
特
に
「
軽
み
」
と
い
う
事
を
強
調
し
て
い
る
。
作

風
区
分
で
の
「
軽
み
」
の
時
代
で
あ
る
。

　
こ
の
事
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

　
芭
蕉
は
作
風
を
次
々
と
変
え
て
い
る
が
、
こ
の
「
軽
み
」
の
時
期
は
五
年
以
上
（
『
奥
の
細
道
』
の
旅
の
元
禄
二
年
か
ら
元
禄
七
年
ま
で
）
続

い
て
い
る
。
こ
の
五
年
と
い
う
期
間
は
他
の
作
風
の
期
間
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
長
す
ぎ
る
と
思
う
。
宗
匠
と
し
て
他
人
の
指
導
に
臨
ん
だ
場

合
、
そ
の
自
分
の
作
品
の
準
拠
基
準
が
五
年
間
も
全
く
不
変
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
変
化
に
対
す
る
芭
蕉
の
心
構
え
の
言
葉
を
引
く
…
…
「
新

み
は
俳
譜
の
花
な
り
。
古
き
は
花
な
く
て
木
立
も
の
ふ
り
た
る
心
地
せ
ら
る
。
」
（
『
一
二
冊
子
』
）

　
　
・
　
「
軽
み
」
を
言
い
出
し
た
初
期
と
最
後
の
時
期
と
で
は
、
そ
の
内
容
に
差
は
な
い
か
。

　
　
・
　
最
晩
年
、
「
軽
み
」
に
関
し
て
、
又
は
「
軽
み
」
以
外
、
何
か
強
調
し
た
事
は
な
い
か
。

　
　
・
　
「
軽
み
」
で
目
指
す
方
向
は
「
高
悟
帰
俗
」
で
あ
り
「
俗
談
平
話
」
だ
と
い
う
。
作
品
が
低
俗
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
何
か
歯
止
め
を

一55一



用
意
し
て
い
な
か
っ
た
か
。

二
　
「
軽
み
」
へ
と
、
初
期
段
階
で
超
克
さ
れ
た
も
の

　
芭
蕉
が
「
軽
み
」

な
ど
か
ら
引
く
。

＊＊＊
＊＊

の
作
風
を
言
い
始
め
た
頃
、
意
識
さ
れ
て
い
た
旧
来
の
作
風
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
指
摘
を
、
芭
蕉
書
簡

　
で
は
こ
れ
ら
に
対
し
て
、

　
「
高
く
心
を
悟
り
て
、

し
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
こ
そ
一
般
論
で
あ
り
、
句
を
作
る
時
に
は
抽
象
的
で
役
に
立
た
な
い
方
針
で
あ
る
。
各
作
者
・
連
衆
は
何
を
モ
デ
ル
に
し
、

何
を
基
本
に
気
に
か
け
な
が
ら
句
を
作
れ
ば
良
い
の
か
。
参
考
に
な
る
芭
蕉
の
言
葉
は
な
い
か
。

ふ
る
び
　
　
「
世
間
と
も
に
ふ
る
び
候
に
よ
り
、
少
々
愚
案
工
夫
有
之
候
而
心
を
蓋
し
申
候
」
牧
童
宛
元
禄
三
年
七
月
十
七
日
付

お
も
み
　
　
「
猶
は
い
か
い
・
発
句
、
お
も
く
れ
ず
持
て
ま
は
ら
ざ
る
様
に
御
工
案
可
被
成
候
」
此
筋
・
千
川
宛
元
三
四
十
付

古
き
姿
　
　
「
中
く
新
し
み
な
ど
、
か
ろ
み
の
詮
議
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
、
随
分
耳
に
立
事
、
む
つ
か
し
き
手
帳
を
こ
し
ら
え
、
…
…

あ
る
は
古
き
姿
に
手
お
も
く
、
」
去
来
宛
元
五
五
七
付

念
入
病
　
　
「
か
す
か
に
さ
び
た
る
意
味
得
心
仕
り
な
が
ら
、
例
之
念
入
病
除
不
申
、
そ
れ
の
み
杉
風
と
は
申
事
に
候
」
芭
蕉
宛
曾
良

書
簡
元
三
九
二
十
六
付

甘
み
　
　
　
「
先
師
都
よ
り
野
披
が
か
た
へ
の
文
に
、
…
…
こ
の
辺
の
作
者
い
ま
だ
こ
の
甘
み
を
は
な
れ
ず
。
そ
こ
も
と
ず
い
ぶ
ん

軽
み
を
と
り
失
ふ
べ
か
ら
ず
と
な
り
」
（
『
去
来
抄
』
）

　
　
　
　
　
　
　
何
が
主
張
さ
れ
た
か
。

　
　
　
　
　
俗
に
帰
る
べ
し
と
の
教
な
り
。
つ
ね
に
風
雅
の
誠
を
責
め
悟
り
て
…
…
」
（
『
一
二
冊
子
』
）
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
。
し
か
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三
　
書
簡
の
中
で

芭
蕉
の
書
簡
の
中
か
ら
「
か
る
み
」
と
い
う
言
葉
や
、
作
風
・
作
句
へ
の
工
夫
が
表
現
さ
れ
て
い
る
文
言
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

（
日
付
）

元
五
二
七

五
二
十
八

七七七五
六閏二五
二五二七
十二十
四十五

七
七
十

七
八
九

杉
風
宛

曲
水
宛

去
来
宛

許
六
宛

曾
良
宛

杉
風
宛

曾
良
宛

去
来
宛

　
鶯
や
餅
に
糞
す
る
縁
の
先
　
　
日
比
工
夫
之
虚
に
而
御
座
候

風
雅
の
道
筋
、
大
か
た
世
上
三
等
に
相
見
え
候
。
…
…
は
る
か
に
定
家
の
骨
を
さ
ぐ
り
、
西
行
の
筋
を
た
ど
り
、

楽
天
が
腸
を
あ
ら
ひ
、
杜
子
が
方
寸
に
入
や
か
ら

中
く
新
し
み
な
ど
、
か
ろ
み
の
詮
議
お
も
ひ
も
よ
ら
ず

み
の
如
行
が
三
つ
物
は
、
か
る
み
を
底
に
置
た
る
な
る
べ
し

中
老
・
若
手
盛
に
い
さ
み
、
俳
譜
も
こ
と
の
ほ
か
情
出
し
候
故
、
よ
ほ
ど
か
ろ
み
を
致
候

別
座
鋪
、
門
人
不
残
驚
、
も
は
や
手
帳
に
あ
ぐ
み
候
折
節
、
如
此
あ
る
べ
き
時
節
な
り
と
、
大
手
を
打
て
感
心

致
候
。
・

先
か
る
み
と
興
と
専
に
御
は
げ
み
、
人
々
に
も
御
申
可
被
成
候
。

京
・
大
坂
・
ぜ
“
の
作
者
、
目
恥
敷
も
の
共
見
候
間
、
随
分
新
意
の
か
る
み
に
す
が
り
、
お
と
り
な
き
様
に
被

勤
候
様
、
御
伝
へ
可
被
下
候
。
猿
蓑
の
追
加
、
別
座
鋪
・
炭
俵
の
な
り
わ
た
り
お
び
た
“
し
く
候
故
、
ま
た
弥

改
候
は
で
は
、
先
集
の
疵
残
念
に
候
故
、
八
月
伊
賀
に
て
と
く
と
改
、
秋
中
に
出
板
可
申
、
．
．
．

髪
元
度
く
会
御
座
候
へ
共
、
い
ま
だ
か
る
み
に
移
り
兼
、
し
ぶ
く
の
俳
譜
、
散
々
の
句
の
み
出
候
而
致
迷

惑
候
。
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七
九
十
　
　
去
来
（
推
定
）
宛
　
猿
蓑
後
集
、
い
せ
よ
り
支
考
参
候
を
相
手
に
漸
々
仕
立
候
。

七
九
二
十
三
猿
難
・
土
芳
宛
　
其
外
珍
重
あ
ま
た
、
惣
躰
か
る
み
あ
ら
は
れ
大
悦
不
少
候
。

（
こ
れ
は
『
続
猿
蓑
』
編
集
に
関
す
る
も
の
）

　
こ
れ
ら
の
文
言
を
見
て
言
え
る
こ
と
は

ω
　
「
軽
み
」
を
生
涯
の
最
後
ま
で
重
視
し
て
お
り
、
門
人
達
は
な
か
な
か
「
か
る
み
」
を
身
に
つ
け
な
い
の
で
絶
え
ず
強
調
し
て
い
る
。

②
　
人
を
限
ら
ず
（
身
に
付
け
そ
う
な
）
多
く
の
門
人
に
す
す
め
る
。

③
　
「
か
る
み
・
か
ろ
み
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
細
か
い
説
明
は
な
い
。

ω
　
「
か
る
み
」
以
外
の
新
方
向
が
見
え
な
い
。

㈲
　
前
記
④
の
唯
一
の
例
外
で
あ
る
、
元
禄
七
六
二
十
四
の
杉
風
宛
書
簡
の
「
先
か
る
み
と
興
と
専
に
御
は
げ
み
、
人
々
に
も
御
申
可
被
成
候
」

　
　
の
「
興
」
を
ど
う
読
む
か
の
問
題
が
生
ず
る
。

　
富
山
奏
は
「
芭
蕉
最
晩
年
の
軽
み
と
興
」
の
中
で
こ
の
「
興
」
を
取
り
上
げ
『
書
簡
に
は
「
人
々
二
も
御
申
可
被
成
候
」
と
あ
る
故
に
、
こ

れ
は
決
し
て
杉
風
個
人
に
対
す
る
の
み
の
注
意
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
当
時
芭
蕉
の
庶
幾
す
る
俳
風
は
、
軽
み
と
同
様
に
興
に
も
在
っ
た
と
解

す
べ
き
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
興
」
を
「
軽
み
」
以
外
の
新
た
な
庶
幾
す
る
作
風
と
し
て
「
八
九
間
雨
柳
」
の
歌
仙
の
表

三
句
を
、
こ
の
立
場
で
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
芭
蕉
の
添
削
修
正
が
如
何
に
徹
底
し
て
軽
み
と
興
と
の
立
場
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
」
を
確
認
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
興
」
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
良
い
か
。
庶
幾
す
る
新
作
風
と
断
定
で
き
る
根
拠
は
な
い
し
、
又
も
し
新
作
風
だ
と
し
て

も
、
そ
の
内
容
・
方
向
性
は
不
明
で
あ
る
。

　
芭
蕉
は
、
こ
の
「
興
」
と
言
う
用
語
を
、
生
涯
の
早
い
段
階
で
、
句
の
評
価
の
基
準
と
し
て
次
の
様
に
使
っ
て
い
る
。

　
　
…
吉
野
川
に
白
魚
を
ね
が
い
た
る
一
興
、
尤
妙
也
。
…
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…
又
、
柳
に
つ
た
ふ
か
は
ほ
り
、
鶯
よ
り
も
猶
興
有
。
…
　
　
以
上
『
田
舎
之
句
合
』
評
語
　
　
延
宝
八
年
（
深
川
退
隠
の
年
）

　
　
…
郭
公
に
慰
た
る
さ
ま
、
興
有
て
き
こ
え
侍
れ
ど
も
、
・

　
　
…
い
ぶ
せ
き
毛
虫
の
影
を
は
ち
ん
も
、
興
あ
り
な
が
ら
、
：

　
　
…
「
松
樹
千
年
豆
腐
一
日
の
栄
」
と
作
れ
る
朝
顔
の
詠
、
尤
興
あ
り
。
　
な
ど
以
上
『
常
盤
屋
之
句
合
』
評
語
　
延
宝
八
年

　
こ
の
様
に
、
句
の
中
で
の
言
葉
使
い
や
趣
向
が
面
白
い
と
評
価
す
る
時
に
使
用
し
て
い
る
。

　
書
簡
で
は
今
の
杉
風
宛
の
も
の
以
外
二
通
あ
る
が
（
「
大
坂
に
て
大
事
之
旅
之
興
失
ひ
申
候
…
…
」
卓
袋
宛
　
貞
享
五
四
二
十
五
　
な
ど
）
用

い
方
も
同
前
で
あ
る
。

　
田
中
善
信
は
こ
の
杉
風
宛
の
興
の
所
に
「
楽
し
さ
」
と
注
し
て
い
る
。
（
『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
興
」
は
「
軽
み
」
の
作
風
に
至
っ
た
段
階
で
、
そ
れ
を
修
正
又
は
乗
り
越
え
る
新
し
い
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一59一

四
　
『
猿
蓑
』
『
炭
俵
』
『
続
猿
蓑
』
の
連
句

　
『
猿
蓑
』
以
降
、
芭
蕉
は
、
作
風
に
つ
い
て
次
の
様
に
発
言
し
て
い
る
。

1
　
元
禄
六
年
春
不
玉
宛
書
簡
と
『
秋
の
夜
評
語
』
　
よ
り

　
「
…
…
余
曾
以
点
削
之
断
筆
と
い
へ
ど
も
、
遠
国
の
志
と
い
ひ
、
先
年
行
脚
の
情
難
忘
に
よ
り
て
、
柳
評
詞
・
脇
書
加
の
み
也
。
」
（
書
簡
）

　
と
し
な
が
ら
次
の
様
に
評
し
て
い
る
ら
し
い
。

　
「
　
坊
主
子
や
天
窓
う
た
る
・
初
霰
　
　
　
　
　
　
近
年
の
作
、
心
情
専
に
用
る
故
、
句
躰
重
々
し
。
左
候
へ
ば
愚
句
躰
、
多
く
は
景
気
斗



　
を
用
候
。
こ
れ
ら
も
愚
意
相
応
に
致
感
美
候
」
（
『
秋
の
夜
評
語
』
）
（
未
見
）

2
　
許
六
『
歴
代
滑
稽
伝
』
　
　
よ
り

　
　
　
深
川
芭
蕉
庵
を
ふ
た
・
び
む
す
ぶ
。
許
六
此
時
（
注
　
元
禄
五
年
八
月
）
に
ま
み
ゆ
。
珍
碩
江
戸
に
来
て
『
深
川
集
』
の
俳
諸
を
撰
す
。

　
　
　
　
乗
か
け
の
挑
灯
し
め
す
朝
颪
　
　
　
嵐
蘭

　
　
　
　
　
汐
さ
し
か
・
る
星
川
の
橋
　
　
　
芭
蕉

　
「
愚
老
が
俳
譜
、
四
・
五
年
の
後
は
み
な
ケ
様
に
成
」
と
申
さ
れ
け
り

3
　
『
俳
譜
　
別
座
鋪
』
　
子
珊
　
序
　
よ
り
　
　
（
元
禄
七
年
五
月
）

　
　
　
翁
「
今
思
ふ
躰
は
、
浅
き
砂
川
を
見
る
ご
と
く
、
句
の
形
・
付
心
と
も
に
軽
き
な
り
。
其
所
に
至
り
て
意
味
あ
り
」
と
侍
る
。

　
こ
の
三
つ
の
言
説
か
ら
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
事
が
指
摘
で
き
る
。

①
今
（
芭
蕉
に
と
っ
て
の
今
）
「
軽
み
」
の
、
そ
れ
も
人
情
世
態
を
あ
ら
わ
し
た
人
事
句
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
再
度
、
景
気
の
句
を
も
っ

　
　
と
多
く
と
、
景
気
の
方
へ
ゆ
り
も
ど
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。

②
「
浅
き
砂
川
を
見
る
ご
と
く
…
…
軽
き
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
。
「
見
る
ご
と
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
句
の
対
象
は
、
そ
し
て
出
来
上

　
　
が
っ
た
句
は
、
眼
（
視
覚
）
の
感
動
を
大
切
に
す
る
・
眼
で
の
感
動
が
迫
っ
て
く
る
も
の
、
体
験
を
句
作
り
の
中
心
に
す
る
、
と
の
主
張

　
　
で
あ
る
。
視
覚
と
い
う
点
に
付
い
て
少
し
補
足
す
る
。
後
代
こ
の
「
浅
き
砂
川
を
見
る
ご
と
く
」
の
文
言
は
変
化
し
て
行
く
。

　
　
．
　
三
年
後
の
元
禄
九
年
刊
の
風
国
編
の
『
初
蝉
』
の
序
で
惟
然
は
「
さ
ら
く
と
そ
・
ぎ
立
て
浅
き
砂
川
を
見
る
が
ご
と
し
と
そ
」
（
未

　
　
　
　
見
）

　
　
．
　
元
禄
十
二
年
諏
竹
は
『
砂
川
』
で
「
い
は
“
砂
川
を
ゆ
く
水
の
ご
と
し
」
（
未
見
）

　
　
．
　
元
禄
十
四
年
助
然
編
の
『
蝶
す
が
た
』
に
序
で
朱
拙
は
「
浅
き
砂
川
も
渡
り
す
ぎ
て
」
（
未
見
）

　
　
．
　
正
徳
五
年
の
祓
を
持
つ
許
六
の
『
歴
代
滑
稽
伝
』
で
は
「
浅
き
砂
川
の
流
る
・
如
く
に
せ
よ
」
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と
な
っ
て
い
る
。
（
復
本
　
一
郎
に
よ
る
）

　
　
・
　
音
を
た
て
て
流
れ
る
（
惟
然
）

　
　
・
　
水
に
意
識
を
合
わ
せ
そ
の
水
自
体
の
状
態
に
倭
小
化
（
調
竹
）

　
　
・
　
見
る
事
か
ら
渡
る
動
作
へ
（
朱
拙
）

　
　
・
　
見
る
事
の
強
調
で
は
な
く
流
れ
そ
の
も
の
（
許
六
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
を
心
に
置
き
な
が
ら
再
度
「
浅
き
砂
川
を
み
る
ご
と
く
」
を
注
目
し
て
み
る
と
、
砂
川
で
あ
る
か
ら
水

は
清
く
澄
み
、
日
の
光
を
う
け
て
そ
の
浅
い
砂
底
に
、
流
れ
に
と
も
な
っ
て
の
光
の
筋
・
縞
が
ゆ
れ
て
い
る
光
に
あ
ふ
れ
た
情
景
を
見
る
こ
と

か
ら
受
け
る
感
動
を
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
光
豊
か
な
対
象
・
本
質
が
、
相
手
か
ら
迫
っ
て
来
て
句
に
な
る
状
態
、
作
者
の
側
か
ら
の

句
作
り
と
い
う
よ
う
な
私
意
を
必
要
と
し
な
い
軽
さ
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
光
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
．
文
脈
と
も
は
っ
き
り

し
な
い
が
「
（
又
、
句
作
り
に
師
の
詞
有
）
物
の
見
へ
た
る
ひ
か
り
、
い
ま
だ
心
に
き
え
ざ
る
中
に
い
ひ
と
む
べ
し
」
（
『
一
二
冊
子
』
）
（
今
問
題
に

し
て
い
る
光
そ
の
も
の
の
事
で
は
な
い
が
）
と
い
う
発
言
も
あ
る
。
以
上
あ
る
場
を
、
景
気
の
句
と
し
て
切
り
取
る
場
合
、
そ
の
本
質
に
光
を

伴
っ
て
い
る
場
を
対
象
に
し
ろ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
光
を
の
べ
れ
ば
自
然
に
句
が
成
り
（
「
軽
み
」
）
、
又
、
句
の
中
身
も
「
高
く
」
な
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
。
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⇔

　
「
景
気
」
「
光
」
と
い
う
観
点
で
『
猿
蓑
』
『
炭
俵
』
『
続
猿
蓑
』
の
連
句
の
中
の
芭
蕉
自
身
の
句
を
分
析
す
る
。
各
連
句
中
の
景
気
の
句
の
割

合
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
区
分
は
、
景
気
の
句
と
人
事
句
（
人
情
世
態
、
悌
な
ど
）
と
す
る
。
（
景
気
以
外
の
句
は
、
少
し
無
理
を

す
る
と
こ
ち
ら
に
入
る
。
　
例
　
湯
殿
は
竹
の
箕
子
佗
し
き
）



　
　
　
☆
猿
蓑

　
　
　
元
三
年
十
一
月

　
　
　
鳶
の
羽
も

景
気
　
　
　
　
4

人
事
　
　
　
　
5

三
年
六

市
中
は

　
1

　
1
1

　
三
八

灰
汁
桶
の

　
0

　
9

四
一

梅
若
菜

　
0

　
4

☆
炭
俵

　
七
春
　
　
　
七
四

む
め
が
・
に
　
空
豆
の

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
1
7
　
　
　
　
8

六
十

振
売
の

　
1

　
8

六
冬

雪
の
松

　
O

　
l

☆
続
猿
蓑

　
七
春

八
九
間

　
3

　
6

七
九

猿
蓑
に

　
3

　
9

　
ア
　
「
景
気
」
に
つ
い
て

　
不
玉
宛
の
評
語
（
「
愚
句
躰
、
多
く
は
、
景
気
斗
を
用
い
候
」
）
は
、
元
禄
六
年
春
で
あ
る
。
『
猿
蓑
』
の
四
歌
仙
は
全
て
そ
れ
以
前
で
あ
る
が
、

『
炭
俵
』
は
、
以
後
一
年
以
内
の
作
、
『
続
猿
蓑
』
は
全
て
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
炭
俵
』
の
歌
仙
が
書
簡
以
後
の
時
期
に
巻
か
れ
た
と

言
う
点
が
気
に
な
る
が
、
『
炭
俵
』
と
『
続
猿
蓑
』
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
と
、
両
者
間
に
は
差
が
あ
り
、
『
続
猿
蓑
』
で
景
気
の
句
が
明
確
に

増
し
て
い
る
と
言
え
る
。
書
簡
の
文
言
の
方
向
で
あ
る
。

　
イ
　
「
光
」
に
つ
い
て

今
、
右
の
表
で
、
景
気
の
句
と
し
た
の
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

鳶
の
羽
も

市
中
は

一
ふ
き
風
の
木
の
葉
し
づ
ま
る

ま
い
ら
戸
に
蔦
這
か
・
る
宵
の
月

苔
な
が
ら
花
に
並
ぶ
る
手
水
鉢

湖
水
の
秋
の
比
良
の
は
つ
霜

戸
障
子
も
む
し
ろ
が
こ
ひ
の
売
屋
敷

（
初
表
　
月
）

（
初
裏
花
）
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む
め
が
・
に

　
空
豆
の

　
振
売
の

☆
八
九
間

☆
猿
蓑
に

　
む
め
が
・
に
の
っ
と
日
の
出
る
山
路
か
な

　
昼
の
水
鶏
の
は
し
る
溝
川

　
へ
い

　
平
地
の
寺
の
う
す
き
薮
垣

　
八
九
間
空
で
雨
降
る
柳
か
な

有
明
に
お
く
る
・
花
の
た
て
あ
ひ
て

　
く
は
ら
り
と
空
の
晴
る
青
雲

　
日
は
寒
け
れ
ど
静
な
る
岡

　
鶏
が
あ
が
る
と
や
が
て
暮
の
月

　
山
に
門
あ
る
有
明
の
月

（　
見
て
通
る
紀
三
井
は
花
の
咲
か
・
り

（
発
句
）

（
こ
の
　
雨
降
る
　
の
光
に
付
い
て
は
後
に
述
べ
る
）

（
初
裏
花
の
定
座
）

　
（
初
表
月
）

　
（
二
表
月
）

二
表
花
の
定
座

）
　
（
人
事
句
に
し
た
が
花
…
…
光
の
句
）

　
「
八
九
間
空
で
雨
降
る
柳
か
な
」
の
歌
仙
に
は
、
芭
蕉
の
遺
稿
が
あ
っ
て
、
そ
の
前
書
に
「
春
の
雨
い
と
静
か
に
ふ
り
て
や
が
て
晴
た
る
頃
、

近
き
あ
た
り
な
る
柳
見
に
ゆ
き
け
る
に
、
春
光
き
よ
ら
か
な
る
中
に
も
、
し
た
・
り
い
ま
だ
を
や
み
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
そ
う
で
あ
る
（
『
八
九

間
雨
柳
』
士
朗
蹴
…
…
「
評
釈
八
九
間
の
巻
」
『
新
芭
蕉
講
座
　
第
五
巻
』
）
こ
の
詞
書
で
見
る
と
、
こ
れ
は
若
柳
の
緒
に
ぬ
か
れ
た
雨
の
珠
が
、

春
光
に
キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て
い
る
景
気
の
句
で
あ
る
。
「
浅
き
砂
川
を
見
る
」
と
同
じ
情
景
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
花
も
「
光
」
の
「
部
類
」
に
い
れ
る
と
、
『
続
猿
蓑
』
の
芭
蕉
の
景
気
の
句
に
は
光
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

「
猿
蓑
に
も
れ
た
る
霜
の
松
露
哉
」
歌
仙
で
芭
蕉
は
、
四
吟
実
質
三
吟
の
歌
仙
の
、
月
・
花
の
定
座
で
三
箇
所
詠
ん
で
い
る
。
一
人
で
三
箇
所

は
あ
ま
り
に
多
い
。
「
奥
の
細
道
」
の
旅
以
降
の
歌
仙
で
、
一
歌
仙
中
で
三
箇
所
詠
ん
だ
例
は
、
両
吟
で
の
三
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
元
禄
七
年

に
入
る
と
、
四
月
『
炭
俵
』
の
「
空
豆
の
」
（
四
吟
）
で
三
箇
所
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
猿
蓑
に
」
の
歌
仙
で
あ
る
。
月
や
花
を
詠
み
「
光
」
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を
取
り
込
も
う
と
し
た
心
の
反
映
な
の
だ
ろ
う
。

五

　
こ
の
「
光
を
伴
っ
た
景
気
の
句
」
と
い
う
観
点
は
弟
子
達
に
説
か
れ
、
そ
し
て
意
識
さ
れ
、
引
き
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い

て
、
支
考
の
場
合
を
考
え
て
み
る
。

　
ア
　
姿
先
情
後

　
景
気
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
支
考
は
、
姿
先
情
後
と
言
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

　
支
考
の
『
俳
譜
十
論
』
に

　
　
・
　
古
風
は
耳
に
其
情
を
聞
て
言
語
の
上
の
姿
を
と
・
な
へ
ず
今
様
は
目
に
其
姿
を
見
て
言
語
の
外
の
情
を
含
む
…

　
　
・
　
そ
も
く
姿
情
の
先
後
を
論
ぜ
ば
…
…
姿
は
先
に
し
て
情
は
後
也
と
決
す
べ
し

　
　
・
　
此
故
に
吾
翁
は
耳
を
も
て
俳
譜
は
聞
く
べ
か
ら
ず
目
を
も
て
俳
詣
を
見
る
べ
し
と
い
へ
る

な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
は
姿
1
1
景
気
と
は
な
ら
な
い
が
、
「
視
覚
」
の
重
視
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
点
は
確
認
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
イ
　
色
立

　
支
考
は
連
句
に
お
い
て
の
付
句
の
付
け
方
・
案
じ
方
を
七
名
八
体
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
会
釈
の
中
に
色
立
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
色
立
に
つ
い
て
支
考
は
「
色
立
は
気
色
の
取
合
せ
に
し
て
頼
政
の
紅
葉
に
白
河
の
類
也
」
（
『
俳
譜
十
論
』
）
と
い
う
簡
単
な
説
明
し

か
し
て
い
な
い
。

　
現
在
は

　
　
　
…
…
打
越
や
前
句
に
よ
っ
て
付
け
に
く
い
場
合
、
前
句
に
出
て
く
る
色
彩
を
縁
と
し
て
付
句
に
色
を
あ
し
ら
う
手
法
。
色
立
に
よ
る
付
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句
は
軽
い
叙
景
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
句
の
色
彩
に
対
し
、
色
彩
を
も
っ
て
応
ず
る
付
け
も
あ
る
が
、
「
御
供
に
常
陸
之
介
も
花
心

　
　
　
／
白
い
つ
つ
じ
に
紅
の
飛
び
入
る
（
芭
蕉
）
」
（
『
百
噂
』
）
の
よ
う
に
多
く
は
前
句
を
色
彩
で
あ
し
ら
う
付
け
で
あ
る
。
（
『
俳
文
学
大
辞

　
　
　
典
』
）
と
し
た
り

又
そ
れ
を
部
分
的
に
批
判
し
て

　
　
　
「
色
立
」
と
い
う
付
合
手
法
と
は
、
『
俳
文
学
大
辞
典
』
な
ど
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
、
前
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
題
材
に
つ
い
て
色
彩

　
　
　
を
も
っ
て
あ
し
ら
う
手
法
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
支
考
が
「
色
立
と
は
気
色
の
取
合
せ
」
と
定
義
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
中
興
期
以
降
の
主
な
俳
論
の
証
例
か
ら
判
断
し
て
み
て
も
、
例
外
的
な
用
法
も
な
い
で
は
な
い
が
、
「
色
立
」
と
は
、
本
来
色
彩
イ
メ
ー

　
　
　
ジ
を
帯
び
た
景
気
の
句
に
対
し
て
、
さ
ら
に
異
な
る
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
景
気
の
句
を
付
け
出
し
て
ゆ
く
手
法
で
あ
っ
た
と
実
証
し

　
　
　
得
た
と
考
え
る
。
（
永
田
英
理
「
色
立
と
い
う
手
法
」
『
蕉
風
俳
論
の
付
合
文
芸
史
的
研
究
』
）

と
考
え
て
い
る
。

前
句
が
景
気
の
句
で
あ
る
か
な
い
か
は
別
に
し
て
い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
色
彩
を
も
っ
て
応
ず
る
付
け
」
（
『
俳
文
学
大
辞
典
』
）
「
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
景
気
の
句
を
付
け
」
る
（
永
田
）
と
い
う
よ
う
に

　
　
①
句
に
し
よ
う
と
す
る
景
の
中
の
色
彩
に
注
目
し
て

　
　
②
景
気
の
句

を
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
芭
蕉
の
「
光
を
伴
っ
た
景
気
の
句
」
と
比
較
し
て
考
え
る
と

　
　
①
景
の
中
で
「
眼
」
に
立
つ
色
に
注
目
す
る
と
い
う
「
視
覚
」
を
重
視
す
る
点
で
は
重
な
る
が

　
　
②
景
が
全
体
と
し
て
持
っ
て
い
る
「
光
」
「
輝
か
し
さ
」
を
「
色
」
だ
け
に
限
定
・
置
き
換
え
て
い
る
。
芭
蕉
の
句
全
体
の
格
を
高
め
よ

　
　
　
　
う
と
す
る
姿
勢
・
観
点
が
、
支
考
で
は
付
け
方
の
一
技
法
へ
と
媛
小
化
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
こ
の
支
考
の
色
立
は
、
芭
蕉
の
模
索
の
本
来
の
意
図
を
理
解
せ
ず
安
易
な
方
向
・
方
法
へ
と
展
開
し
て
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
の
事
は
又
、
芭
蕉
自
身
が
ま
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
明
確
化
で
き
て
い
な
か
っ
た
事
の
反
映
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

占！、

　
　
　
先
師
遷
化
の
年
、
深
川
を
出
で
給
ふ
時
、
野
披
問
ひ
て
曰
く
「
俳
譜
や
は
り
今
の
ご
と
く
作
し
侍
ら
ん
や
」
。
先
師
曰
く
「
暫
く
今
の
風

　
　
　
な
る
べ
し
。
五
、
七
年
も
過
ぎ
侍
ら
ば
、
ま
た
一
変
あ
ら
ん
」
（
『
去
来
抄
』
）

　
芭
蕉
は
最
晩
年
「
軽
み
」
を
強
調
し
続
け
た
。
自
分
で
も
作
り
続
け
る
一
方
、
弟
子
達
に
対
し
て
そ
れ
を
身
に
付
け
る
様
、
絶
え
ず
勧
め
た
。

自
分
自
身
「
軽
み
」
以
外
へ
大
き
い
転
換
を
心
が
け
て
い
な
い
が
、
「
光
を
伴
っ
た
景
気
の
句
を
も
っ
と
多
く
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
て
来
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
又
、
そ
う
い
う
景
気
の
句
を
多
く
す
る
こ
と
で
、
歌
仙
全
体
の
格
・
純
度
を
高
め
る
こ
と
に
努
め
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
軽
み
」
の
先
へ
の
目
途
は
ま
だ
な
か
っ
た
が
、
「
光
」
や
「
光
に
注
目
し
そ
の
欠
如
」
を
静
か
に
包
み
込
む
句
を
、
と
い
う
意
識
が
浮
か
ん

で
い
た
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
こ
と
を
、
弟
子
達
に
対
し
て
、
強
く
は
言
及
・
指
導
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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第
五
巻
』
　
　
三
省
堂

『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』
　
　
新
典
社

「
本
質
論
と
し
て
の
近
世
俳
論
の
研
究
』
　
風
間
書
房

『
芭
蕉
語
彙
』
　
青
土
社

「
俳
聖
芭
蕉
と
俳
魔
支
考
』
　
角
川
選
書

「
芭
蕉
最
晩
年
の
軽
み
と
興
」
　
『
国
語
国
文
』
四
七
六
号

「
か
る
み
」
　
『
芭
蕉
の
本
第
七
巻
』
　
角
川
書
店

「
芭
蕉
の
　
か
る
み
　
の
考
察
」
　
「
芭
蕉
と
俳
諮
史
の
研
究
』
　
角
川
書
店

「
俳
諸
十
論
」
　
『
支
考
全
集
』
　
博
文
館

「『

F
立
』
と
い
う
手
法
」
　
『
蕉
風
俳
論
の
付
合
文
芸
史
的
研
究
』
　
ぺ
り
か
ん
社

（
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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